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『
明
治
天
皇
駐
賁
の
碑
』 

の
』 

  

』 
 

西
南
戦
争
、
明
治
十(

一
八
七

七)
年
が
終
わ
り
世
の
中
が
落
ち

着
き
始
め
た
明
治
十
四
年
五
月

十
八
日
、
観
音
崎
砲
台
視
察
の

た
め
に
明
治
天
皇
が
横
浜
か
ら

船
で
浦
賀
港
へ十
二
時
三
十
分
に

着
か
れ
ま
し
た
。
架
設
の
桟
橋
に

降
り
る
と
す
ぐ
に
乗
馬
さ
れ
、

そ
の
ま
ま
西
岸
学
校
に
入
り
小

休
息
を
と
ら
れ
て
い
ま
す
。 

明
治
四
年
、
西
叶
神
社
境
内

に
置
か
れ
た
西
岸
学
校
は
、
当

時
と
し
て
は
珍
し
い
全
教
室
に
ガ

ラ
ス
窓
の
あ
る
洋
風
の
学
校
で
、

小
休
息
に
使
用
さ
れ
た
教
室
と

建
物
は
地
元
の
人
々
か
ら
郷
土

の
誇
り
と
し
て
大
切
に
保
存
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
大
正

じ
ゅ 

十
二
年
の
関
東
大
震
災
で
損
傷

を
受
け
、
大
正
十
三
年
四
月
一

日
浦
賀
小
学
校
の
校
舎
新
築
落

成
と
と
も
に
建
物
を
解
体
す
ざ

る
を
え
な
く
な
り
ま
し
た
。 

教
室
・建
物
が
消
え
て
し
ま
う

こ
と
を
憂
え
た
浦
賀
の
人
々
は

記
念
碑
建
設
を
提
起
し
、
小
休

息
を
取
ら
れ
た
教
室
の
あ
っ
た

位
置
に
石
碑
を
建
て
ま
し
た
。
除

幕
式
は
、
昭
和
三
年
四
月
一
日
。

題
字
は
、
当
時
の
明
治
神
宮
宮

司
で
あ
り
陸
軍
大
将
で
も
あ
っ

た
一
戸
兵
衛
の
揮
毫
で
す
。 

社
務
所
再
建
の
際
に
は
、
西

岸
学
校
の
学
舎
の
材
料
の
一
部

が
使
用
さ
れ
、
学
舎
自
体
は
高

坂
小
学
校
に
引
き
継
が
れ
た
そ

う 
川
幕
府
開
闢
以
来
、
幕
府
直
轄

領
と
し
て
徳
川
家
に
仕
え
て
き

た
町
で
し
た
。
明
治
維
新
後
、
急

速
な
変
化
の
中
に
も
落
ち
着
き

を
取
り
戻
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
の

明
治
天
皇
の
初
め
て
の
ご
臨
幸

に
浦
賀
の
人
々
は
ど
の
よ
う
な

歓
迎
を
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

『
浦
賀
中
興
雑
記
』
に
よ
る

と
、
「到
着
と
同
時
に
浦
賀
港
に

停
泊
中
の
軍
艦
か
ら
祝
砲
が
発

す
ら
れ
た
。
東
浦
賀
で
は
歓
迎
の

地
引
網
が
行
わ
れ
、
西
叶
神
社

の
前
に
は
桟
橋
が
架
設
さ
れ
、
鳥

居
の
周
辺
は
、
礼
服
・羽
織
袴
の

戸
長
・議
員
・役
場
吏
員
お
よ
び

西
岸
学
校
の
教
員
・児
童
、
屯
営

の
兵
士
、
ま
た
、
歓
迎
の
人
々
で

り 

五
月
に
咸
臨
丸

フ
ェ
ス
タ
が
行
わ

れ
、
今
年
は
市
制

施
行
百
周
年
と
い

う
こ
と
で
、
浦
賀 

で
建
造
し
た
三
隻
の
大
型
帄

船
が
入
港
し
、
久
し
ぶ
り
に
浦

賀
港
が
港
ら
し
く
見
え
ま
し

た
。
や
は
り
港
に
船
が
な
い
と

い
う
の
は
、
わ
さ
び
の
な
い
刺

身
の
よ
う
な
、
ど
こ
か
間
の
ぬ

け
た
感
じ
で
あ
る
こ
と
を
思

い
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。 

そ
う
い
え
ば
、
横
須
賀
市
は

「
海
の
手
文
化
都
市
」
と
い
う

横
須
賀
市
が
め
ざ
す
新
し
い

都
市
像
と
す
る
基
本
構
想
を

持
っ
て
い
る
の
で
す
。「
海
の

手
文
化
都
市
」
に
最
も
ふ
さ
わ

し
い
港
は
歴
史
や
文
化
が
あ

る
「
浦
賀
港
」
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
浦
賀
の
発
展
は
港
が

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
で
あ
り
、
港

が
生
き
生
き
し
て
く
れ
ば
、
浦

賀
が
活
気
あ
ふ
れ
る
町
に
な

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
か
ら
浦
賀
港
を
ど
う
す

れ
ば
よ
い
の
か
、
い
っ
し
ょ
に

考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。(

山
本) 
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当
時
の
歓
迎
の
様
子 こ

の
写
真
は
明
治
時
代
の
終
わ
り
頃
、
東
浦
賀

の
鎮
守
様
の
本
祭
で
の
洲
崎
町
の
御
船
で
あ
る
。 

 

船
縁
に
は
「
ほ
お
ず
き
提
灯
」
を
飾
り
、
舳
先

に
は
裃
を
着
け
た
世
話
人
が
座
布
団
を
何
枚
も

重
ね
た
上
に
座
り
、
扇
子
で
合
図
を
お
く
っ
て
い

た
。
船
に
は
囃
子
方
が
乗
ら
な
い
の
で
、
音
頭
に

あ
わ
せ
て
船
唄
を
歌
っ
て
海
を
渡
っ
た
。
伝
え
に

よ
る
と
御
船
に
は
、
新
井
に
あ
っ
た
朱
塗
り
の
女

船
、
洲
崎
に
あ
っ
た
黒
塗
り
の
男
船
が
あ
っ
た
と

い
う
。
大
正
年
間
の
台
風
で
船
は
壊
れ
て
し
ま

い
、
船
体
に
使
用
さ
れ
て
い
た
物
や
、
江
戸
時
代

終
わ
り
頃
の
立
派
な
彫
り
物
は
、
船
を
か
た
ど
っ

た
洲
崎
町
の
山
車
の
屋
台
と
し
て
現
在
も
使
用

さ
れ
て
い
る
。 

東西風風  
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西
叶
神
社
の
社
務
所
の
ほ
ぼ
正
面
に
「明
治
天
皇
駐
賁
之
跡
」

と
刻
ま
れ
た
石
碑
が
あ
り
ま
す
。
高
さ
一
五
七
㎝
、
幅
四
三
㎝
、

奥
行
二
五
㎝
の
花
崗
岩
の
石
碑
で
す
。
ど
の
よ
う
な
歴
史
が
刻
ま

れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

西叶神社社務所前に立つ 

 「明治天皇駐賁之跡」と刻まれた石碑 

洲崎の御座船 （宮井宣行氏蔵） 

立
錐
の
余
地
も
な
い
ほ
ど
で
あ
っ

た
。 

 

小
休
止
後
、
再
び
馬
で
観
音

崎
に
向
か
わ
れ
、
途
中
鴨
居
の

素
封
家
・
高
橋
家
に
寄
ら
れ
建

設
中
の
観
音
崎
砲
台
を
視
察
さ

れ
た
。
視
察
が
済
む
と
、
新
た
に

普
請
し
砂
利
を
敷
い
た
道
を
馬

で
東
浦
賀
を
通
り
、
宿
泊
地
で

あ
る
横
須
賀
に
向
か
わ
れ
た
。

大
ケ
谷
町
の
両
側
の
通
り
に
は
、

戸
長
・議
員
・役
場
吏
員
約
八
百

名
が
並
ん
で
お
見
送
り
を
し

た
。
」と
あ
り
ま
す
。 

 

こ
の
一
日
の
記
録
か
ら
、
不
始

末
の
な
い
よ
う
に
と
い
う
大
変
な

気
の
遣
い
よ
う
が
読
み
取
れ
ま

す
。 

 

西
岸
学
校
で
休
息
の
際
お
茶

を
す
す
め
た
の
が
、
幕
府
の
急
先

鋒
で
あ
っ
た
会
津
か
ら
浦
賀
に

明
治
三
年
に
移
り
住
ん
だ
方
で

あ
っ
た
の
は
め
ぐ
り
合
わ
す
の
不

思
議
で
し
ょ
う
か
。 

 

こ
の
行
幸
に
協
力
し
た
浦
賀
町

に
下
賜
金
と
し
て
百
円
が
贈
ら

れ
、
鴨
居
・
大
津
・
豊
島
村
、
架

設
桟
橋
・道
路
の
普
請
に
も
下
賜

金
が
あ
り
ま
し
た
。
明
治
四
（一

八
七
一
）
年
五
月
十
日
に
制
定

さ
れ
た
新
価
条
例
（最
初
の
金
本

位
制
・旧
一
両
を
一
円
と
す
る
）

か
ら
十
年
、
現
在
で
は
い
か
ほ
ど 

の
金
額
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

ま
た
、
砲
台
建
築
に
従
事
し

て
い
た
人
々
に
お
酒
を
振
舞
わ

れ
た
記
録
も
あ
り
ま
す
。
明
治

天
皇
が
横
須
賀
で
親
し
く
庶
民

と
接
し
ら
れ
た
こ
と
も
伺
え
ま

す
。 

 

な
お
、
こ
の
視
察
が
あ
っ
た

年
、
明
治
十
四
年
に
観
音
崎
一

帯
は
要
塞
地
帯
と
し
て
一
般
人

の
立
ち
入
り
が
禁
止
さ
れ
ま
し

た
。 

  

石
碑
に
刻
ま
れ
て
い
る
の
は
「駐
賁

ち
ゅ
う
ひ
つ
）」、
参
考
文
献
他

の
表
記
は
「
駐
輦
（
ち
ゅ
う
れ

ん
）」、
「駐
蹕
（ち
ゅ
う
ひ
つ
）」

と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
意

味
は
ほ
ぼ
同
じ
。 

駐
蹕
（ち
ゅ
う
ひ
つ
） 

 
 

 

天
子
の
行
幸
中
、
一
時
の
り
も

の
を
と
ど
め
る
こ
と
（広
辞
苑
） 

 

参
考
文
献 

 
 

浦
賀
中
興
雑
記 

 
 

浦
賀
地
区
古
老
の
は
な
し 

 
 
 
 
 
 

浦
賀
公
民
館
編 

 
 
 

昭
和
五
二
年
二
月
三
日
発
行 

 
 

浦
賀
西
岸
叶
神
社
誌 

 
 

大
禮
記
念 

浦
賀
案
内
記 

うらがの寫眞館 

 う
で
す
。 

浦
賀
は
徳

川
、 

ち
ゅ
う
ひ
つ 
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歴
史 

語
ら
い
座
・浦
賀 

⑪ 

郷
土
史
家 

山
本 

詔
一 

 

村
役
人
の
就
任 

 

天
保
三
（
一
八
三
二
）
年
二
月
二
十
日
、

東
浦
賀
の
名
主
・
年
寄
役
が
羽
織
・
袴
の

礼
装
で
、
そ
ろ
っ
て
奉
行
所
へ
向
っ
て
い

た
。
村
役
人
が
そ
ろ
っ
て
奉
行
所
へ
出
向

い
た
そ
の
理
由
は
、
空
席
に
な
っ
て
い
た

年
寄
役
に
石
井
八
右
衛
門
を
東
浦
賀
村
と

し
て
推
せ
ん
し
、
こ
れ
を
奉
行
所
に
認
め

て
も
ら
う
た
め
で
あ
っ
た
。
浦
賀
奉
行
所

が
設
置
さ
れ
て
か
ら
は
、
東
西
浦
賀
の
名

主
や
年
寄
役
等
の
村
役
人
は
す
べ
て
奉
行

の
認
可
が
必
要
で
あ
っ
た
。 

 

奉
行
所
で
は
、
ま
ず
玄
関
で
役
人
に
、

事
前
に
書
状
で
連
絡
し
て
あ
っ
た
趣
旨
の

こ
と
で
来
訪
し
た
こ
と
を
告
げ
、
奉
行
へ

の
取
り
次
ぎ
を
依
頼
し
た
。
ま
も
な
く
奉

行
か
ら
の
お
呼
び
が
あ
り
、
名
主
（
こ
の

時
は
病
気
で
欠
席
）
と
先
輩
年
寄
役
は
玄

関
を
上
が
り
、
当
事
者
の
八
右
衛
門
は
敷

台
へ
上
が
っ
た
。
こ
こ
で
奉
行
か
ら
就
任

を
認
め
る
言
葉
が
あ
る
。 

 

こ
の
時
、
奉
行
所
サ
イ
ド
は
奉
行
の
秘

書
官
的
な
役
目
を
す
る
「
用
人
」、
奉
行
の

身
辺
警
護
を
す
る
「
目
付
」、
与
力
組
と
同

心
組
の
月
番
、
奉
行
所
で
事
務
的
な
仕
事

を
す
る
「
封
印
役
」
が
そ
れ
ぞ
れ
所
定
の

位
置
に
つ
い
て
い
る
。 

 

奉
行
の
言
葉
は
「
村
役
人
と
し
て
の
務

め
に
励
み
な
さ
い
」
と
い
う
趣
旨
の
簡
潔

な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
後
諸
々
の
取
り

決
め
を
用
人
が
読
み
聞
か
せ
、
最
後
に
村

役
人
と
し
て
の
誓
詞
を
述
べ
て
こ
の
式
は

終
了
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
奉
行
所
を

後
に
す
る
訳
で
は
な
く
、
就
任
を
認
め
て

も
ら
っ
た
御
礼
と
就
任
挨
拶
を
し
て
回
る

の
が
慣
例
と
な
っ
て
い
た
。 

も
ち
ろ
ん
、
言
葉
だ
け
と
い
う
わ
け
に

い 

 

石
井
八
右
衛
門
の
屋
敷
が
あ
っ
た
現
在
の
中
通
り 

 

い
か
ず
、
こ
の
時
の
例
で
み
る
と
、
ま
ず
奉
行

に
金
百
疋
に
扇
子
を
つ
け
御
礼
と
挨
拶
に
出

向
い
て
い
る
。
一
疋
と
い
う
と
通
常
は
反
物
二

反
を
さ
す
が
、
こ
こ
で
は
金
一
疋
と
い
っ
て
い

る
の
で
、
こ
れ
は
銭
十
文
で
あ
り
、
百
疋
だ
と

千
文
（
一
貫
文
と
い
う
）
で
あ
っ
た
が
、
銭
は

日
々
の
相
場
で
変
動
し
て
お
り
、
最
初
に
幕
府

が
定
め
た
一
両
は
四
貫
文
と
い
う
公
定
相
場

は
く
ず
れ
、
銭
安
の
状
況
に
な
っ
て
い
た
の

で
、
こ
こ
で
い
う
百
疋
は
金
一
分
（
四
分
の
一

両
）
を
包
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

用
人
に
は
鳥
目
四
百
文
。
鳥
目
も
銭
の
こ
と

で
、
銭
の
真
中
に
空
い
て
い
る
穴
が
鳥
の
目
の

よ
う
に
見
え
た
こ
と
か
ら
そ
う
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
言
葉
が
使

用
さ
れ
る
裏
に
は
金
銭
を
む
き
出
し
に
し
な

い
日
本
人
の
心
が
あ
り
、
こ
う
し
た
も
の
が
現

在
で
も
祝
儀
袋
な
ど
に
反
映
し
て
い
る
。 

 

目
付
に
は
鳥
目
三
百
文
、
与
力
に
は
二
百
文

ず
つ
で
あ
っ
た
が
、
事
務
担
当
の
封
印
役
は
三

百
文
を
も
ら
い
、
残
り
の
同
心
に
は
ま
と
め
て

一
貫
文
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
身
分
の
差
な
の
で

あ
る
。 

 

そ
れ
に
し
て
も
、
村
役
人
に
就
任
す
る
こ
と

で
相
当
な
金
銭
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
後
、
船

改
め
を
行
っ
て
い
る
廻
船
問
屋
、
西
浦
賀
の
役

人
、
東
浦
賀
の
干
鰯
問
屋
な
ど
挨
拶
回
り
は

延
々
と
続
き
、
六
月
に
「
年
寄
役
就
任
披
露
」

の
パ
ー
テ
ィ
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

 

(2面) 
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今
年
の
五
月
初
旬
、
浦
賀
小

学
校
の
四
年
生
百
十
名
余
り
の

こ
ど
も
達
に
樹
木
の
観
察
と
お

話
を
す
る
機
会
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
お
り
体
育
館
の
そ
ば

に
、
浅
い
緑
色
で
柔
ら
か
で
美
し

い
緑
葉
、
あ
ま
り
に
も
き
れ
い
な

鮮
緑
色
の
シ
ナ
ノ
キ
の
新
葉
が
あ

ら
わ
れ
ま
し
た
。
心
が
騒
ぎ
ま

し
た
。
と
い
う
の
も
、
県
植
物
誌

二
千
年
に
は
三
浦
半
島
で
の
記

録
が
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
県
内

に
は
丹
沢
山
地
や
箱
根
の
落
葉

樹
林
帯
に
自
生
が
み
ら
れ
る(

神

奈
川
県
に
お
け
る
分
布
型
は
ミ

ズ
ナ
ラ
型)

と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 シ

ナ
ノ
キ 

シ
ナ
ノ
キ
科 

浦
賀
の
植
物 

大
前
悦
宏 

 
 

 

神
奈
川
県
植
物
誌
調
査
員 

ま
さ
か
浦
賀
小
に
？
。
な
に
よ

り
も
大
事
に
育
て
見
守
り
た
い

樹
木
の
ひ
と
つ
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。 シ

ナ
ノ
キ
の
英

名

は
、

japanese 
linden

 

り
ん
で
ん
。

「泉
に
そ
い
て
、
茂
る
菩
提
樹
」の

歌
の
菩
提
樹
を
り
ん
で
ん
と
い

う
。
し
か
し
菩
提
樹
は
イ
ン
ド
の

イ
チ
ジ
ク
科
の
常
緑
樹
の
こ
と
を

い
い
、
ま
た
お
釈
迦
様
が
悟
り
を

開
い
た
聖
木
は
ク
ワ
科
イ
ヌ
ブ
ナ

属
の
イ
ン
ド
ボ
ダ
イ
ジ
ュ
を
い
い

ま
す
。
シ
ナ
ノ
キ
の
葉
の
形
が
よ

く
似
て
い
る
こ
と
か
ら
名
前
も
ボ

ダ
イ
ジ
ュ
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

り
す
。 

り
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
お
釈
迦

様
の
「
ボ
ダ
イ
ジ
ュ
」は
シ
ナ
ノ
キ

と
は
全
く
類
縁
関
係
は
あ
り
ま

す
ん
。 

さ
て
、
開
花
は
六
～
七
月
、
雌

雄
同
株
で
両
性
花
、
二
十
～
四

十
く
ら
い
の
淡
い
ク
リ
ー
ム
色
の 

花
を
集
散
花
序
に
つ
け
ま
す
。 

甘
い
レ
モ
ン
様
の
香
り
が
辺
り
一

面
に
拡
が
り
ま
す
。 

花
序
は
特
徴
あ
る
形
で
花
柄

に
「
へ
ら
状
の
葉
」
が
つ
い
て
い
ま

す
が
花
序
全
体
に
つ
い
て
い
る
苞

葉
な
の
で
こ
れ
を
総
苞
と
い
い
ま

す
。
花
を
つ
け
る
枝
（花
序
）の
付 

け
根
に
あ
る
葉(

総
苞)

が
途
中

ま
で
合
着
し
た
も
の
と
い
え
ま

す
。
十
月
こ
ろ
灰
褐
色
で
球
形
の

果
実
は
総
苞
と
共
に
落
ち
、
舟

の
帆
の
よ
う
な
役
目
で
果
実
を

散
布
し
ま
す
。
果
実
を
ヒ
ワ
、
レ

ン
ジ
ャ
ク
が
好
み
食
べ
ま
す
。 

葉
は
歪
ん
だ
心
円
形
を
し
て

お
り
先
は
尾
状
に
の
び
て
急
に

と  

 
 

【 笑 話 一 題 】 

尖
り
、
葉
縁
は
鋭
い
鋸
歯
が
あ

り
ま
す
。
葉
裏
の
脈
液
だ
け
に

柔
ら
か
い
赤
褐
色
毛
が
密
集
し

て
い
る
姿
が
見
ら
れ
ま
す
。 

語
源
は
ア
イ
ヌ
語
の
「シ
ナ
」

樹
皮
が
シ
ナ
シ
ナ
す
る
こ
と
か

ら
、
く
く
る
、
結
ぶ
の
意
味
。

用
途
と
し
て
ベ
ニ
ヤ
材
、
わ
り

ば
し
、
マ
ッ
チ
の
軸
、
ア
イ
ス
ク

リ
ー
ム
の
へら
、
船
の
ロ
ー
プ
、

密
源
植
物(

風
邪
に
も
効
く
「バ

シ
キ
ー
ル
の
蜜
蜂
」
は
有
名)

。

熊
の
木
彫
り
も
お
お
か
た
が
シ

ナ
ノ
キ
材
。 

浦賀小学校のシナノキ 

クリーム色のシナノキの花 

干
鰯
で
栄
え
た
浦
賀
。
商
家

の
店
先
の
写
真
、
そ
し
て
店
先

の
定
番
（
帳
場
格
子
・
机
、
大

福
帳
、
火
鉢
、
竿
秤
・
金
枡

等
々
）、
さ
ら
に
「
覚
」(

干
鰯
・

浦
高
札)

の
立
て
札
。
当
時
の
様

子
が
垣
間
見
え
ま
す
。 

皆
様
の
ご
来
館
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。 

蔵 書 
★ もはや堪忍成り難し 

（自由民権史・島本仲道と三浦の仲間たち） 

岸本隆巳・酒井一監修  叢文社 

  大塩平八郎、江藤新平、島本仲道。そして、知られ

ざる三浦半島の民権志士たち。現代日本人のほとん

どは彼らの義憤が理解できない・・・何故？ 

★ 江戸と上方  人・モノ・カネ・情報 

歴史文化ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 112   林 玲子 吉川弘文館 

流通からみた近世の社会変動！江戸と上方の商

人・商品・資本・情報の流れを山城屋、白木屋、越後

屋などの活動から生き生きと描く。商品流通を発展さ

せた商人たちの姿は､現代にも多くのヒントを与える｡ 

浦賀ドックへ里帰りの帆船（平成19年5月12～13日）

 

日本丸 海王丸 
あこがれ 

市制 100周年記念咸臨丸フェスティバル 市制 100周年記念 咸臨丸フェスティバル 

『浦賀のスポット』でインターネット検索中に【浦賀郡】

という文字が目に入り「おや！」と思いアクセスしてみる

と、北海道の日高地方に【浦賀郡浦賀町】があるというの

です。更に「札幌地方裁判所浦賀支部」と「北海道浦賀

労働基準監督署」も存在しました。管轄が浦河町役場と

なっているので問い合わせたところ〈浦河〉の間違いで

はないかとの回答でした。単なる変換ミスとは思えない

のですが・・・。あわや北海道に姉妹地域が中島町に加

え、もう一カ所誕生と思いきや肩透かしを食ったようで残

念です。こんなことってあるんですね。 

 

展
示
室
情
報 

 

 


